
｜
戸
主
制
度
の
形
骸
化

伝
統
的
戸
主
権
は
、
家
父
長
制
家
族
制
度
と
い
う
社
会
的
基
盤
に

支
え
ら
れ
て
、
そ
の
権
威
が
保
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
前
述

の
如
き
経
済
的
及
社
会
的
変
化
に
伴
う
い
く
つ
か
の
要
因
に
よ
っ
て

次
第
に
そ
の
権
威
は
失
墜
し
、
今
日
に
お
い
て
は
単
な
る
戸
籍
簿
上

現
行
韓
国
民
法
典
の
成
立
に
い
た
る
経
緯
や
同
法
典
に
お
け
る
家

族
法
の
社
会
学
的
特
徴
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
民
法
典
と

同
族
共
同
雄
則
に
お
い
て
発
表
し
た
と
う
り
で
あ
る
。
同
法
典
が
施

行
さ
れ
て
約
四
半
世
紀
の
間
に
、
韓
国
で
は
政
治
経
済
社
会
の
諸
部

門
に
お
い
て
著
し
い
変
化
が
起
き
た
。
特
に
近
代
化
政
策
の
推
進
は

経
済
的
変
革
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
的
変
質
は
、
伝
統
的

家
族
制
度
を
根
本
的
に
揺
が
せ
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
紙
数
の
関
係

も
あ
っ
て
、
極
め
て
簡
略
な
が
ら
、
そ
の
後
の
韓
国
家
族
制
度
の
変

質
、
特
に
戸
主
制
度
の
形
骸
化
、
不
易
と
さ
れ
た
同
姓
不
婚
制
の
亀

裂
、
増
加
す
る
離
婚
の
三
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

〔
論
説
〕戦

後
韓
国
の
家
族
制
度
と
同
姓
不
婚の

筆
頭
者
の
地
位
で
し
か
な
い
。

ま
ず
第
一
の
要
因
は
、
一
九
六
二
年
の
民
法
一
部
改
正
に
よ
っ
て

法
定
分
家
制
度
が
採
用
さ
れ
、
長
男
以
外
の
男
子
は
婚
姻
と
同
時
に

分
籍
分
家
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
従
来
は
二
三
男
以
下

の
者
が
婚
姻
し
た
場
合
、
分
家
す
る
の
が
建
前
で
は
あ
る
が
、
一
応

は
戸
主
の
同
意
を
要
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
法
定
分
家
制
度

の
採
用
に
よ
っ
て
、
も
は
や
分
家
に
際
し
て
の
戸
主
権
の
作
用
は
な

く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
要
因
は
、
同
年
の
人
口
抑
制
政
策
に
よ
る
「
家
族
計
画
事

（
２
）

業
」
の
推
進
に
よ
っ
て
出
産
児
が
減
少
し
、
従
来
の
大
家
族
制
の
崩

壊
が
始
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
人
口
保
健
研
究
院
の
調
査
に
よ
る

と
、
二
人
以
下
の
子
供
を
も
つ
婦
人
の
避
妊
施
術
率
は
一
九
七
三
年

に
は
八
％
で
あ
っ
た
が
、
七
九
年
に
は
三
三
％
、
八
三
年
に
は
四
一

％
と
伸
び
て
き
て
お
り
、
こ
の
結
果
八
○
年
代
に
な
っ
て
独
り
子
家

庭
が
急
増
し
、
全
家
庭
の
約
一
八
％
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
の
要
因
は
、
一
九
六
○
年
代
後
半
か
ら
の
韓
国
の
近
代
化
政

崔

龍

基
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第
四
の
要
因
と
し
て
は
婚
姻
形
態
の
変
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
婚

姻
適
令
期
の
男
女
の
婚
姻
に
対
す
る
意
識
の
変
化
で
あ
る
。
韓
国
に

お
け
る
伝
統
的
な
婚
姻
の
締
結
は
、
婚
姻
当
事
者
の
意
思
と
は
関
係

な
く
、
主
婚
者
と
称
せ
ら
れ
る
戸
主
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。

策
の
推
進
に
よ
っ
て
、
従
来
の
大
家
族
か
ら
核
家
族
へ
の
移
行
で
あ

る
。
近
代
化
政
策
は
伝
統
的
な
韓
国
の
農
耕
社
会
を
近
代
産
業
社
会

へ
と
急
激
な
転
換
を
な
さ
し
め
た
。
こ
の
結
果
農
村
の
労
働
力
を
各

種
企
業
で
吸
収
す
る
よ
う
に
な
る
や
、
農
村
に
お
け
る
二
三
男
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
家
を
守
る
べ
き
長
男
ま
で
も
が
企
業
体
の
あ
る
都

市
周
辺
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
伝
統
的
戸
主
権
の
発
動
は
、
生
産
手
段
で
あ
る
農
耕
地

を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
を
扶
養
し
、
そ
の
経
済
力
で
も
っ

て
家
族
員
を
統
轄
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
に
お
い

て
は
労
働
力
を
有
す
る
子
女
は
産
業
社
会
の
一
構
成
員
に
組
入
れ
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
自
活
が
可
能
と
な
り
、
既
婚
者
も
自
力

で
自
分
の
家
族
を
扶
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
多
く
の
場
合
、
家
族
員
は
も
は
や
戸
主
た
る
父
や
祖
父
の
経
済

力
の
庇
護
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
が
な
く
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、

か
え
っ
て
現
金
収
入
の
少
な
い
農
村
経
済
を
給
金
の
一
部
な
ど
で
支

援
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
家
族
員
が
少
な
く
と
も
経
済
的
に
自
立
す

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
こ
に
も
伝
統
的
な
戸
主
権
の
よ
っ
て
た
つ
と

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
こ
に
も
候

こ
ろ
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
同
姓
不
婚
制
の
亀
裂

韓
国
民
法
典
に
同
姓
不
婚
制
が
採
用
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
拙

（
３
）

槁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
一
九
六
○
年
同
法
が
施
行
さ
れ
て
す
で
に
四

半
世
紀
を
経
過
し
て
い
る
が
、
同
法
の
特
色
の
一
つ
で
あ
る
同
姓
不

こ
の
思
想
は
韓
国
民
法
制
定
当
時
に
お
い
て
も
支
配
的
で
あ
っ
た
。

同
法
第
八
○
八
条
に
お
い
て
「
男
子
二
七
才
、
女
子
二
三
才
未
満
の

者
の
婚
姻
は
父
母
の
同
意
を
要
す
」
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
そ
れ
が

伺
え
る
。
こ
の
条
項
が
一
九
七
七
年
に
「
未
成
年
者
の
婚
姻
に
の
み

父
母
の
同
意
を
要
す
る
」
と
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く

と
も
法
律
上
は
従
来
に
比
し
て
婚
姻
に
際
し
て
の
父
母
や
戸
主
の
干

渉
が
少
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
と
並
行
し
て
近
代
化
政
策
の
推
進
に
よ
る
各
種
産
業
の
発
達

は
、
農
村
の
若
い
男
女
の
労
働
力
を
必
要
と
し
、
職
場
に
お
い
て
の

異
性
間
の
接
触
頻
度
は
農
村
社
会
の
場
合
に
比
べ
て
は
る
か
に
高
く
、

そ
れ
に
よ
る
恋
愛
婚
が
増
加
し
た
の
も
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。

一
九
六
○
年
代
ま
で
の
韓
国
に
お
け
る
婚
姻
形
態
は
仲
人
婚
が
圧
倒

的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
○
年
代
後
半
か
ら
は
前
述
の
如
き
客
観
的

条
件
の
変
化
も
あ
っ
て
、
仲
人
婚
は
恋
愛
婚
へ
と
そ
の
立
場
を
逆
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
恋
愛
婚
と
は
婚
姻
当
事
者

の
意
思
に
よ
る
婚
姻
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
戸

主
権
の
介
入
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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婚
制
は
如
何
な
る
試
練
を
経
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
き
た
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
同
姓
不
婚
制
撤
廃
を
求
め
る
運
動
は
立
法
当
時
か
ら
展

開
さ
れ
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
動
的
な
役
割
を
な

し
て
い
る
の
が
常
に
女
性
た
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
に
問
題
解
決
の
遅
延

と
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
根
強

い
連
動
と
多
く
の
家
族
法
改
正
論
者
た
ち
の
協
力
に
よ
っ
て
、
遂
に

一
九
七
七
年
一
二
月
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
を
成
立
さ
せ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
李
朝
期
以
来
韓
国
家
族
法
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
同

姓
不
婚
制
の
牙
城
の
一
角
に
と
う
と
う
模
が
打
込
ま
れ
た
形
と
な
っ

た
。
こ
こ
に
そ
れ
ま
で
の
経
過
の
主
な
る
も
の
を
取
上
げ
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。

一
九
六
二
年
に
は
韓
国
に
お
け
る
七
つ
の
女
性
団
体
が
連
合
し
て
、

当
時
の
国
家
再
建
最
高
会
議
に
家
族
法
の
改
正
を
促
す
建
議
書
を
提

（
４
）

出
し
た
が
、
こ
れ
は
取
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
七
○
年
に
韓
国
女
性

団
体
協
議
会
が
主
体
と
な
っ
て
、
家
族
計
画
問
題
と
併
せ
て
家
族
法

改
正
の
た
め
の
研
究
に
着
手
、
七
三
年
に
は
「
汎
女
性
家
族
法
改
正

促
進
会
」
を
結
成
し
、
同
姓
不
婚
制
撤
廃
を
含
め
た
女
権
伸
長
を
盛

込
ん
だ
家
族
法
改
正
の
国
民
運
動
を
展
開
す
る
。
こ
の
運
動
に
歩
調

を
合
せ
る
よ
う
に
、
同
年
五
月
ソ
ウ
ル
民
事
地
方
法
院
に
お
い
て
、

「
同
姓
同
本
の
者
ど
う
し
で
あ
っ
て
も
血
族
で
な
い
場
合
は
婚
姻
届

を
受
理
せ
よ
」
と
の
判
決
が
な
さ
れ
、
司
法
界
に
お
い
て
も
同
姓
不

婚
制
に
た
い
す
る
従
来
の
固
定
観
念
が
揺
ぎ
始
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
運
動
や
司
法
界
に
お
け
る
動
向
を
無
視

で
き
な
く
な
っ
た
当
時
の
政
府
与
党
で
あ
る
民
主
共
和
党
は
、
「
女

権
伸
長
問
題
研
究
委
員
会
」
な
る
も
の
を
党
政
策
委
員
会
の
附
設
機

関
と
し
て
常
設
し
、
世
論
に
迎
合
す
る
よ
う
な
ゼ
ス
チ
ャ
ー
を
示
し

て
い
た
が
、
党
内
に
お
け
る
時
機
尚
早
だ
と
い
う
強
硬
論
に
お
さ
れ
、

同
委
員
会
は
有
名
無
実
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
七
四
年
に
は
「
汎
女

性
家
族
法
改
正
促
進
会
」
の
会
長
で
も
あ
る
与
党
共
和
党
所
属
の
李

鍾
淑
議
員
が
中
心
に
な
っ
て
、
同
会
作
成
に
な
る
「
民
法
改
正
案
及

理
由
書
」
を
国
会
に
提
出
し
た
が
、
審
議
す
ら
経
な
い
で
廃
案
と
な

る
。
七
五
年
、
奇
し
く
も
国
際
婦
人
年
に
際
し
、
与
野
党
の
女
性
議

員
二
○
余
名
が
中
心
と
な
っ
て
、
前
年
の
「
民
法
改
正
案
」
を
再
度

国
会
に
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
男
性
議
員
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め

る
国
会
で
は
、
真
蟄
な
審
議
を
試
み
よ
う
と
も
せ
ず
い
た
ず
ら
に
時

間
の
流
れ
る
の
を
待
つ
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
さ
な
か
の
七
七
年
二
月
、
韓
国
国
会
議
事
堂

に
隣
接
す
る
高
層
ホ
テ
ル
か
ら
若
い
男
女
の
投
身
心
中
事
件
が
起
き

た
。
二
人
は
「
同
姓
同
本
な
る
が
故
に
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
父
母
の
反
対
で
や
む
を
得
ず
死
を
選
び
ま
す
。
死
ぬ
こ
と
は
少
し

も
恐
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
か
え
っ
て
生
き
な
が
ら
別
れ
る
方
が
よ
り

恐
い
の
で
す
」
と
い
う
遺
書
を
残
し
て
の
自
殺
で
あ
っ
た
。
こ
の
事

件
が
多
く
の
言
論
機
関
に
よ
っ
て
報
道
さ
れ
る
や
、
同
姓
不
婚
制
の

是
非
に
つ
い
て
の
世
論
が
沸
騰
し
た
。
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
「
韓
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国
家
庭
法
律
相
談
所
」
に
お
い
て
も
「
同
姓
不
婚
制
撤
廃
を
求
め
る

署
名
運
動
」
を
展
開
し
、
こ
れ
を
ま
と
め
て
国
会
に
請
願
書
を
提
出

し
た
。こ

の
よ
う
な
世
論
の
動
向
を
察
知
し
た
政
府
与
党
は
、
七
七
年
一

二
月
「
家
族
法
改
正
案
の
内
容
を
整
理
し
、
戸
主
制
度
及
同
姓
同
本

婚
禁
止
等
の
撤
廃
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
現
行
法
第

八
○
九
条
に
違
反
し
て
同
姓
同
本
婚
を
し
た
者
た
ち
は
、
特
別
法
を

制
定
し
て
こ
れ
を
救
済
す
る
方
針
で
あ
る
」
と
発
表
、
同
月
一
五
日

に
は
与
党
の
民
主
共
和
党
と
維
政
会
の
共
同
提
案
に
よ
る
「
婚
姻
に

関
す
る
特
例
法
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
月
一
七
日
国
会
本
会

議
に
お
い
て
可
決
成
立
さ
れ
た
。
前
述
の
如
く
同
姓
不
婚
制
撤
廃
を

含
め
た
「
民
法
改
正
案
」
が
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
政
府
与
党
は
い
う
ま
で
も
な
く
野
党
に
お
い
て
す
ら
、
こ
れ

に
つ
い
て
真
剣
に
審
議
し
よ
う
と
す
る
態
度
す
ら
な
く
、
一
時
的
な

世
論
へ
の
彌
縫
策
と
し
て
「
婚
姻
に
関
す
る
特
例
法
」
な
る
も
の
を

成
立
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
「
特
例
法
」
の
内
容
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。
僅
か
四
ケ
条
か
ら
な
る
同
法
の
内
容
の
第
一
点
は
、
同
姓

同
本
の
者
は
婚
姻
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
た
、
韓
国
民
法
第

八
○
九
条
一
項
に
違
反
す
る
事
実
婚
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
婚
姻
届

を
な
し
う
る
と
し
、
第
二
点
は
、
届
出
の
期
間
を
一
九
七
八
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
一
二
月
末
日
ま
で
の
一
ケ
年
に
す
る
と
い
う
時
限
立

法
で
あ
っ
た
。

同
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
一
九
七
八
年
の
一
ケ
年
間
に
受
理
さ
れ

た
婚
姻
届
は
全
国
で
四
、
二
二
三
件
で
あ
っ
た
。
同
法
が
成
立
す
る

ま
で
に
報
道
機
関
や
学
者
及
国
会
審
議
過
程
に
お
い
て
推
測
さ
れ
た

同
姓
同
本
婚
の
数
は
、
全
国
で
二
○
万
組
乃
至
三
○
万
組
は
あ
る
だ

（
５
）

ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
届
出
が
な

さ
れ
た
の
は
推
測
数
の
二
％
位
し
か
な
ら
な
い
四
、
一
三
三
件
し
か

な
か
っ
た
。
こ
の
数
字
が
推
測
よ
り
は
る
か
に
少
な
か
っ
た
原
因
は
、

政
府
に
よ
る
公
報
活
動
の
不
足
、
戸
籍
事
務
取
扱
職
員
の
無
知
、
拭

い
き
れ
な
い
当
事
者
の
蓋
恥
心
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
最
大
の
要

因
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
政
府
が
極
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。

「
特
例
法
」
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
の
は
僅
か
四
、
二
二
三
組
で

あ
る
が
、
そ
の
後
の
諸
事
情
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
特
例
法
」
を
審
議
し
た
当
時
の
維
政
会
所
属
の
某
議
員
の
「
女
の

人
達
が
出
し
ゃ
ば
り
す
ぎ
る
か
ら
家
族
法
改
正
案
の
対
策
と
し
て
特

（
６
）

例
法
を
成
立
さ
せ
た
」
と
い
う
発
言
や
、
与
党
民
主
正
義
党
の
李
載

樫
代
表
委
員
の
「
政
府
も
党
も
同
姓
同
本
婚
を
許
す
計
画
は
な
い
。

数
年
前
に
四
、
二
○
○
余
組
の
同
姓
同
本
婚
を
救
済
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
い
ま
だ
に
同
姓
同
本
婚
の
状
態
に
あ
る
人
達
が
多
数
い
る
と

（
７
一

す
れ
ば
、
も
う
一
度
救
済
す
る
措
置
が
望
ま
れ
る
」
と
の
言
明
、
成

均
館
と
儒
道
会
本
部
の
「
同
姓
同
本
婚
の
禁
止
が
社
会
発
展
の
阻
害
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三
離
婚
の
増
加

韓
国
社
会
は
第
二
次
大
戦
の
終
結
を
契
機
と
し
て
始
め
て
民
主
主

義
と
い
う
近
代
思
潮
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
政
治
経
済
の
面
に

お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
社
会
的
な
面
、
特
に
家
族
秩
序
に
お

い
て
は
男
女
平
等
思
想
の
ひ
ろ
が
り
に
よ
っ
て
、
大
い
な
る
転
機
に

遭
遇
し
た
。
終
戦
後
か
ら
一
九
六
○
年
代
前
半
ま
で
の
傾
向
と
し
て

は
、
閉
鎖
さ
れ
た
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
た
婦
人
た
ち
の
職
場
へ
の
進

出
と
そ
れ
に
伴
う
性
的
頽
廃
の
風
潮
に
よ
っ
て
、
著
し
い
離
婚
の
増

要
因
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
わ
が
伝
統
文
化
を
顛
覆
さ
せ
よ
う
と
す

る
行
為
で
あ
る
。
儒
林
は
民
族
国
家
の
倫
理
的
退
化
を
防
衛
し
、
国

民
道
徳
を
確
立
す
る
た
め
に
畷
起
す
る
」
と
い
う
宣
言
な
ど
に
よ
っ

て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
同
姓
不
婚
制
撤
廃
へ
の
障
害
は
決
し
て
少
な

く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
韓
国
民
法
典
審
議
当
時
か
ら
同
姓
不
婚
制
撤

廃
運
動
を
指
導
し
て
こ
ら
れ
た
「
韓
国
家
族
法
律
相
談
所
」
の
創
立

者
で
あ
り
所
長
で
も
あ
る
李
見
栄
博
士
が
「
同
姓
不
婚
制
が
廃
棄
さ

れ
な
い
真
の
理
由
は
、
選
挙
区
の
老
人
た
ち
や
儒
林
の
顔
色
を
無
視

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
会
議
員
た
ち
の
体
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」

と
論
破
さ
れ
た
如
く
、
韓
国
社
会
に
お
け
る
社
会
倫
理
や
家
族
制
度

な
ど
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
老
人
主
導
型
、
男
性

優
位
型
か
ら
脱
皮
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
問
題
点
が
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

（
８
）

加
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
六
○
年
代
後
半
か
ら
八
○
年
代
前
半
に
お

い
て
も
、
離
婚
は
以
然
と
し
て
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
要
因
の
第
一
は
婚
姻
に
お
い
て
の
同
意
年
令
の
低
下
と
恋
愛

婚
の
増
加
で
あ
る
。
婚
姻
同
意
年
令
の
引
下
げ
を
決
し
て
非
と
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
成
年
者
の
婚
姻
に
お
け
る
父
母
の
同
意
権
の
不

要
は
、
若
年
層
の
婚
姻
を
容
易
に
な
ら
し
め
た
大
き
な
要
因
で
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
韓
国
の
近
代
化
政
策
の
推
進
に
よ
っ
て
、

農
村
の
青
年
男
女
の
労
働
者
が
都
市
周
辺
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、

若
い
男
女
の
出
合
い
が
頻
繁
に
な
れ
ば
気
の
合
っ
た
者
ど
う
し
が
結

合
す
る
の
は
自
然
の
成
行
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
農
村

に
居
る
父
母
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
比
較
的
簡
単
に
婚
姻
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
婚
姻
が
簡
単
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
逆

に
離
婚
も
簡
単
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若

年
層
の
多
く
の
恋
愛
婚
の
場
合
、
配
偶
者
選
択
に
際
し
て
の
配
慮
が

充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
婚
姻
後
、
短
期
間
の
う
ち

に
離
婚
と
い
う
事
態
に
至
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
に
つ

い
て
金
容
俊
ソ
ウ
ル
家
庭
法
院
院
長
の
「
婚
姻
の
純
潔
性
と
家
庭
に

た
い
す
る
確
固
た
る
信
念
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ま
り
に
も

簡
単
に
出
合
い
、
そ
し
て
急
い
で
結
婚
す
る
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
離

婚
増
加
の
真
因
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
示
唆
に
富
む
も
の
が
あ
る
。

第
二
の
要
因
は
物
質
万
能
主
義
の
蔓
延
と
性
的
頽
廃
で
あ
る
。
韓

国
の
近
代
化
政
策
の
成
功
は
、
確
か
に
国
民
所
得
の
増
加
と
生
活
の
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向
上
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
結
果
伝
統
的
価
値
観
の
変
化
に
よ
っ
て
、

裁判離婚の主な内容表

資料は大韓民国同法年鋤

拝
金
主
義
や
功
利
主

義
が
蔓
延
し
、
婚
姻

生
活
に
お
い
て
も
、

李
見
栄
博
士
が
言
わ

れ
る
よ
う
に
「
人
格

を
認
め
合
っ
て
相
手

を
決
定
す
る
の
で
は

な
く
、
物
質
を
求
め

て
相
手
を
決
め
、
そ

し
て
物
質
が
満
足
し

な
い
と
婚
姻
も
破
綻

す
る
」
の
で
あ
る
。

紙
数
の
制
限
に
よ

り
詳
論
は
差
控
え
る

が
、
別
表
の
よ
う
に

離
婚
件
数
の
半
数
近

く
が
「
不
貞
」
を
原

因
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
韓
国
に
お
け
る

「
悪
意
の
遺
棄
」
と

い
う
の
は
、
多
く
の

場
合
そ
の
要
因
が
不
貞
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
不
貞
」
と
「
悪
意
の
遺
棄
」
の
二
つ
の
離
婚
原
因
を
合
せ
る
と
、

実
に
離
婚
数
の
七
○
％
近
く
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
現

象
は
如
何
に
性
的
に
頽
廃
し
て
い
る
か
を
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の

が
あ
る
。
詳
細
な
る
統
計
的
数
字
と
そ
の
分
析
に
つ
い
て
は
他
の
紙

面
を
借
り
る
こ
と
に
す
る
。

（
１
）
崔
龍
基
「
韓
国
民
法
典
と
同
族
共
同
体
」
、
『
法
律
時
報
』
、

昭
和
四
八
年
一
月
号
。

（
２
）
婦
人
一
人
当
り
の
平
均
出
産
児
数
が
一
九
六
四
年
に
六
名
で
あ
っ

た
が
、
七
八
年
に
は
二
・
七
名
に
減
少
。

（
３
）
拙
稿
、
前
掲
参
照
。

（
４
）
朴
正
煕
少
将
（
後
に
大
統
領
）
を
中
心
と
し
た
軍
人
た
ち
に
よ
っ

て
つ
く
ら
れ
、
三
権
を
統
合
し
た
国
家
最
高
機
関
。

（
５
）
慎
道
煥
議
員
の
提
案
説
明
の
際
の
発
言
（
第
九
八
回
国
会
法
制

司
法
委
員
会
々
議
録
二
七
号
）
・
李
文
雄
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
や
韓

国
の
各
報
道
機
関
で
も
こ
の
よ
う
に
発
表
さ
れ
た
。

（
６
）
筆
者
が
直
接
面
談
し
た
某
議
員
の
発
言
。

（
７
）
一
九
八
○
年
政
変
に
よ
り
民
主
正
義
党
が
与
党
と
な
る
。

（
８
）
拙
稿
、
前
掲
参
照
。

（
明
治
大
学
・
法
社
会
学
）
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年度 件数 不貞 悪意の遺棄 その他
一年以内の
離婚件数

1981 13，235
7，006
(52．9％）

2，263

(17％）
3，135 470

1982 12，730
6，021

(47．6％）
2，470
(19．4％）

4，239 946

1983 15，236
7，259

(47．6％）
3，352

(22％）
4，625 1，100

1984 19，426
8，846

(45．5％）
4，332

(21．7％）
6，248 1，671

1985

(11日まで） 21，031 2，145




